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は
じ
め
に

　

近
代
と
い
う
時
代
の
枠
組
み
の
中
に
お
い
て
、
日
本
と
中
国
（
当
時
の
清
国
）
の

衝
突
が
発
起
さ
れ
た
出
来
事
は
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
―
九
五
）
で
あ
る
。
こ
の
日

清
戦
争
に
よ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
中
国
侵
略
が
構
想
か
ら
現
実
の
も
の
と
な
っ
た

こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
国
内
に
お
い
て
注
目
視
さ
れ

る
歴
史
と
い
う
の
は
、
日
本
が
敗
戦
を
経
験
し
た
第
二
次
世
界
大
戦
（
一
九
四
一
―

四
五
）
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
経
験
を
も
と
に
し
て
、
現
代
の
日
本
人
は
戦
争
経
験

者
・
原
爆
被
害
者
ら
が
「
二
度
と
戦
争
を
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
後
世
に
伝
承

し
よ
う
と
働
き
か
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
戦
争
責
任
に
関
し
て
は
当

時
の
指
導
者
ら
に
限
ら
れ
、
国
民
は
被
害
者
意
識
を
全
面
に
強
調
し
て
い
る
の
が
現

実
の
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
傾
向
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
被
害
者
・
日
本
国
民

像
が
強
調
さ
れ
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
国
民
ま
で
も
が
侵
略
主
義
傾
向
へ
流
れ
た
発
端

で
あ
る
日
清
戦
争
を
再
考
す
る
と
い
う
意
義
は
非
常
に
強
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
日
清
戦
争
前
後
期
を
通
じ
て
、
論
壇
の
世
界
で
最
も
脚
光
を
浴
び
、
国
民
に

も
多
大
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
人
物
の
一
人
が
徳
富
蘇
峰
で
あ
る
。
蘇
峰
は
、
明

治
、
大
正
、
昭
和
期
を
代
表
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
当
時
発
刊
さ
れ
て
い

た
『
国
民
新
聞
』
に
よ
っ
て
日
清
戦
争
の
戦
況
を
国
民
に
伝
達
す
る
役
割
を
担
っ
て

い
た
。
ま
た
、
日
清
戦
争
後
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
足
で
二
度
中
国
へ
足
を
運
ん
で

お
り
、
そ
の
後
に
は
『
七
十
八
日
遊
記
』（
民
友
社
、
一
九
〇
六
年
）、『
支
那
漫
遊
記
』

（
民
友
社
、
一
九
一
八
年
）
を
発
表
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
次
世
界
大

戦
に
お
け
る
敗
戦
に
至
る
ま
で
、
日
本
国
内
の
言
論
に
多
大
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た

一
方
で
、
戦
犯
容
疑
者
に
ま
で
指
定
さ
れ
た
蘇
峰
の
足
跡
は
、
現
代
に
お
い
て
は
意

図
的
に
消
滅
さ
せ
ら
れ
る
運
命
を
辿
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
現
代
に
お
い

て
蘇
峰
研
究
は
ご
く
限
ら
れ
た
領
域
で
し
か
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
研
究
が

最
も
重
要
且
つ
急
務
を
要
す
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
蘇
峰
の
中

国
観
に
お
け
る
研
究
は
非
常
に
乏
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
本

稿
で
は
、「
徳
富
蘇
峰
の
中
国
観
」
を
考
察
す
る
上
で
前
提
と
な
る
研
究
史
に
つ
い

て
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

研　

究　

史

　
「
徳
富
蘇
峰
の
中
国
観
」
を
主
論
と
し
た
研
究
で
は
、
松
本
三
之
介
氏
が

一
九
六
一
年
に
「
国
民
的
使
命
感
の
歴
史
的
変
遷
「
膨
張
的
国
民
」
―
徳
富
蘇
峰
に

つ
い
て
」（『
近
代
日
本
思
想
史
講
座
Ⅷ　

世
界
の
中
の
日
本
』、
筑
摩
書
房
）
を
発

表
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
松
本
論
の
主
体
を
成
し
て
い
る
も
の
は
、
蘇
峰
の
言
論
を

も
と
に
、
日
清
戦
争
を
契
機
と
し
て
蘇
峰
の
思
想
的
転
換
が
急
激
に
変
化
し
た
か
否

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、「
此
の
遼
東
還
付
が
、
予
の

殆
ど
一
生
に
於
け
る
運
命
を
支
配
し
た
と
云
っ
て
も
差
支
へ
あ
る
ま
い
。
此
事
を
聞

―
研
究
ノ
ー
ト
―

「
徳
富
蘇
峰
の
中
国
観
」
に
関
す
る

研
究
史
の
一
考
察
　
　

板
倉
　
弘
明
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「徳富蘇峰の中国観」に関する研究史の一考察

い
て
以
来
、
予
は
精
神
的
に
殆
ど
別
人
と
な
っ
た
１
」
と
い
う
余
り
に
も
有
名
な
蘇

峰
の
述
懐
に
つ
い
て
の
真
意
で
あ
る
。
同
氏
は
、
こ
の
真
相
を
究
明
す
る
手
段
と
し

て
、
蘇
峰
著
述
の
『
大
日
本
膨
張
論
』（
民
友
社
、
一
八
九
四
年
）
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
『
大
日
本
膨
張
論
』
に
関
し
て
、
同
氏
は
「
彼
の
『
国
民
的
膨
張
』
論
が
疑
い

も
な
く
、
現
実
に
は
日
清
間
の
緊
張
状
態
を
契
機
と
し
て
登
場
し
た
も
の
で
あ
り
な

が
ら
、
論
理
的
に
は
必
ず
し
も
、
日
清
間
の
戦
争
を
前
提
と
し
日
本
の
戦
争
目
的
遂

行
の
手
段
と
し
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
彼
の
『
国
民
的
膨
張
』

論
は
、
膨
張
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
自
己
目
的
化
し
て
い
る
２
」
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
続
け
て
、
こ
の
論
拠
の
一
助
を
『
大
日
本
膨
張
論
』
か
ら
「『
ま
さ
に
膨
張

あ
り
て
征
清
あ
り
』。
征
清
の
た
め
の
膨
張
論
な
の
で
は
な
い
。
本
来
膨
張
す
べ
き

日
本
が
、
た
ま
た
ま
遭
遇
し
た
『
好
機
』
が
征
清
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
蘇
峰
の
考

え
方
で
あ
っ
た
３
」
と
述
べ
て
い
る
。
同
氏
が
こ
の
『
大
日
本
膨
張
論
』
を
取
り
上

げ
た
意
味
は
、
こ
の
著
書
が
日
清
戦
争
中
の
一
八
九
四
（
明
治
二
十
七
）
年
一
二
月

に
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
こ
の
『
大
日
本
膨
張
論
』
の
考
察
に

よ
っ
て
、
同
氏
は
蘇
峰
の
帝
国
主
義
的
膨
張
論
が
三
国
干
渉
以
前
よ
り
芽
生
え
始
め

て
い
た
思
想
で
あ
り
、
前
述
し
た
蘇
峰
の
述
懐
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ

と
を
証
明
し
た
の
で
あ
る
。

　

松
本
氏
は
続
け
て
、「
徳
富
蘇
峰
《
時
代
の
流
れ
と
言
論
人
》」（『
日
本
の
思
想
家

２
』、
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
編
集
部
編
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
三
年
）
を
発
表
し
た
。

こ
の
論
文
に
お
い
て
は
、
一
九
〇
六
（
明
治
三
十
九
）
年
に
行
い
、
そ
の
後
『
七
十
八

日
遊
記
』
に
て
刊
行
さ
れ
た
朝
鮮
、
中
国
へ
の
旅
行
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
旅
行
に
よ
っ
て
蘇
峰
が
知
り
得
た
こ
と
を
、「
中
国
の
広
大
な
領
土
と
四
億
の

人
口
を
ま
の
あ
た
り
に
し
て
知
っ
た
『
数
』
の
偉
大
さ
で
あ
っ
た
」
と
同
氏
は
述
べ

て
お
り
、
蘇
峰
の
新
し
い
中
国
観
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
中
国

旅
行
に
関
す
る
記
述
は
こ
の
程
度
に
押
さ
え
ら
れ
て
お
り
、
二
つ
の
旅
行
記
に
関
す

る
研
究
史
は
後
述
す
る
に
し
ろ
、
現
在
に
至
る
ま
で
さ
ら
な
る
深
い
考
察
へ
の
期
待

が
残
存
す
る
状
況
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
点
で
あ
る
。

　

ま
た
、
日
清
戦
争
前
後
期
に
お
け
る
蘇
峰
の
対
外
膨
張
観
に
関
し
て
、
同
氏
は
こ

の
論
文
に
お
い
て
も
『
大
日
本
膨
張
論
』
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
同
氏
は
、「
日

本
の
対
外
的
膨
張
こ
そ
が
日
本
の
『
偉
大
な
る
国
民
的
性
格
』
と
さ
れ
、
日
本
の
歴

史
を
つ
ら
ぬ
く
理
念
と
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
武
備
拡
張
反
対
を
唱
え
た
平
和
主
義

者
蘇
峰
の
面
影
は
も
は
や
な
い
。
し
か
し
国
を
あ
げ
て
の
対
外
戦
争
の
さ
中
に
あ
っ

て
は
、
蘇
峰
の
こ
の
思
想
的
転
換
も
ほ
と
ん
ど
人
の
気
に
と
ま
ら
な
か
っ
た
（
中
略
）

し
か
も
蘇
峰
の
国
民
的
膨
張
論
は
、
三
国
干
渉
に
よ
る
遼
東
半
島
還
付
問
題
を
契
機

と
し
て
、
す
で
に
だ
れ
の
目
に
も
明
ら
か
な
帝
国
主
義
論
に
ま
で
成
長
し
て
い
た
の

で
あ
る
４
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
蘇
峰
自
身
が
自
伝
に
お
い
て
、
三
国
干

渉
を
契
機
と
し
て
そ
の
思
想
が
帝
国
主
義
化
し
た
と
述
懐
し
て
い
た
５
が
、
そ
の
予

兆
は
す
で
に
日
清
戦
争
中
か
ら
の
思
想
で
あ
り
、
自
伝
を
も
覆
す
研
究
成
果
を
挙
げ

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

続
け
て
、
杉
井
氏
が
「
徳
富
蘇
峰
の
中
国
観
―
と
く
に
日
清
戦
争
を
中
心
と
し

て
―
」（『
京
都
大
学
人
文
学
報
』
三
十
号
、
一
九
七
〇
年
）
を
発
表
し
た
。
こ
の
杉

井
論
文
は
、
前
述
し
た
松
本
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

同
時
に
、
蘇
峰
の
中
国
観
を
よ
り
具
体
化
し
た
形
で
著
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
杉
井
氏
は
、
論
文
の
は
し
が
き
に
お
い
て
、「（
前
略
）
松
本
氏
の
意

図
と
そ
の
主
張
に
原
則
的
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
６
」
と
し
た
上
で
、「
し
か
し

な
が
ら
、『
事
態
の
真
相
を
正
し
く
伝
え
る
』」
た
め
に
、
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

『
日
清
戦
争
前
後
の
彼
の
発
言
を
一
つ
一
つ
た
ど
っ
て
行
く
』
こ
と
が
期
待
さ
れ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
実
際
に
は
こ
れ
が
欠
落
し
て
お
り
、
し
か
も
、
蘇
峰
の
当
時
の
心
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事
を
『
む
し
ろ
内
な
る
力
の
覚
醒
に
も
と
づ
く
国
家
的
膨
張
の
理
念
化
』
と
結
ん
で

お
ら
れ
る
が
、
そ
の
力
の
覚
醒
の
力
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
を
さ
し
て
い
る
か

曖
昧
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
７
」
と
松
本
論
の
問
題
点
を
述
べ
、
よ
り
具
体
的
な
事

例
を
も
と
に
し
た
考
察
を
試
み
た
。

　

こ
の
問
題
提
起
を
も
と
に
し
て
、
杉
井
氏
は
『
自
由
・
道
徳
及
儒
教
主
義
』（
私

刑
、
一
八
八
四
年
）、『
将
来
之
日
本
』（
経
済
雑
誌
社
、
一
八
八
六
年
）
な
ど
を
事

例
と
し
て
、
そ
の
考
察
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
見
解
を
、『
自
由
・
道
徳
及
儒
教
主

義
』
に
お
い
て
は
、「
そ
こ
に
は
唇
歯
の
地
域
に
お
け
る
帝
国
主
義
の
蚕
食
を
見
て
、

自
由
と
独
立
と
防
衛
を
企
図
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
急
迫
し
た
危
機
感
が
濃
厚

で
、
西
力
東
漸
に
対
応
す
る
ア
ジ
ア
の
連
帯
や
提
携
、
指
導
、
さ
ら
に
は
脱
亜
の
性

格
は
ま
だ
明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
８
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
、『
将
来
之
日
本
』
に
お

い
て
は
、「
か
れ
は
、
一
国
の
正
義
と
躰
面
と
を
平
和
的
な
交
渉
談
判
で
調
整
す
る

こ
と
が
出
来
な
い
、
万
々
止
む
を
え
な
い
場
合
の
戦
争
、
す
な
わ
ち
仁
臻
り
義
尽
き

る
場
合
の
開
戦
を
や
む
を
え
な
い
と
す
る
。（
中
略
）
蘇
峰
に
お
け
る
平
民
主
義
は
、

ま
さ
し
く
、
そ
の
平
民
主
義
の
名
に
お
い
て
、『
一
己
人
ヲ
保
護
ス
ル
』
平
民
主
義

の
〝
義
戦
〞
の
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
９
」
と
述
べ
た
後
、

そ
の
結
論
を
「
か
れ
に
お
け
る
ア
ジ
ア
問
題
の
解
決
、
清
国
問
題
の
処
理
は
、
し
た

が
っ
て
、
大
江
義
塾
時
代
に
日
清
開
戦
の
義
を
想
定
す
る
萠
芽
を
明
確
に
も
っ
て
い

た
こ
と
に
な
る
10
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
考
察
に
よ
っ
て
、
蘇
峰
の
帝
国
主
義
論

が
日
清
戦
争
後
の
三
国
干
渉
を
契
機
と
し
て
、
急
激
に
膨
張
し
た
も
の
で
は
な
く
、

比
較
的
初
期
に
お
い
て
も
そ
の
芽
生
え
は
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
る

点
に
お
い
て
は
、
松
本
論
と
同
調
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
思
想
が
遥
か
に
遡
っ
た
大
江
義
塾
時
代
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
新
し
い

視
点
を
杉
井
氏
は
証
明
し
た
の
で
あ
る
。
同
氏
は
続
け
て
、『
国
民
之
友
』
に
掲
載

さ
れ
た
「
大
な
る
日
本
」、「
日
本
国
民
の
膨
張
性
」、「
日
本
の
国
防
を
論
す
」
な
ど

を
事
例
と
し
て
、
具
体
的
な
引
用
を
多
数
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
は
、

よ
り
具
体
的
な
考
察
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
研
究
史
の
一
考
察
と
い
う
枠
組
み
で

取
り
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
、
ま
た
別
の
機
会
に
て
考
察
さ
せ
て
頂

く
こ
と
と
す
る
。

　

同
氏
は
右
記
論
文
に
続
け
て
、『
徳
富
蘇
峰
の
研
究
』（
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
七
七
年
）
を
発
表
し
た
。
こ
の
単
行
本
は
、
基
本
的
に
は
前
述
し
た
論
文
、「
徳

富
蘇
峰
の
中
国
観
―
と
く
に
日
清
戦
争
を
中
心
と
し
て
―
」（
前
掲
書
）
と
ほ
ぼ
同

様
の
内
容
で
あ
り
、
大
き
く
異
な
る
箇
所
は
多
く
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
前
論
文
か

ら
七
年
の
歳
月
を
経
て
出
版
さ
れ
た
『
徳
富
蘇
峰
の
研
究
』
に
関
す
る
考
察
に
つ
い

て
も
、
割
愛
さ
せ
て
頂
く
こ
と
と
す
る
。

　

続
い
て
、
柴
崎
力
栄
氏
に
よ
り
、「
日
清
戦
争
を
契
機
と
す
る
徳
富
蘇
峰
の
転

換
に
つ
い
て
―
海
軍
力
と
国
際
情
勢
へ
の
着
目
」（『
大
阪
工
業
大
学
紀
要
人
文

社
会
篇
』
第
三
十
六
巻
一
号
、
一
九
九
一
年
）
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
論
文
は
、

一
九
八
五
年
、
東
京
大
学
に
お
け
る
「
史
学
会
第
八
十
三
回
大
会
日
本
史
部
会
」
に

て
口
頭
発
表
し
た
後
に
、
論
文
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
柴
崎
論
に
お
い

て
は
、
そ
の
テ
ー
マ
が
示
す
通
り
、
蘇
峰
の
中
国
観
を
主
論
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、

日
清
戦
争
前
後
期
に
お
け
る
『
国
民
新
聞
』
の
紙
面
報
道
状
況
、
あ
る
い
は
、
そ
こ

か
ら
の
国
内
外
観
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
蘇
峰
の
中
国
観
を
考
察
す
る
上
で

の
貴
重
な
資
料
と
成
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
同
氏
は
、
日
清
戦
争
中
の

一
八
九
四
年
〜
翌
九
五
年
の
時
期
を
四
期
に
分
け
11
、
そ
の
『
国
民
新
聞
』
に
お
け

る
紙
面
構
成
の
変
化
か
ら
、
蘇
峰
の
思
想
変
化
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
第

一
期
に
お
い
て
、
国
内
政
局
に
関
す
る
記
事
が
多
数
を
占
め
て
い
た
傾
向
か
ら
、
第

二
期
に
お
い
て
は
戦
争
報
道
準
備
に
関
す
る
対
外
報
道
記
事
、
第
三
期
に
お
い
て
は
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戦
後
経
営
に
関
す
る
記
事
、
第
四
期
に
お
い
て
は
日
英
同
盟
・
軍
備
拡
張
・
増
税
論

へ
と
次
第
に
紙
面
の
状
況
が
転
換
し
た
と
証
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
区
分
を
設

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
蘇
峰
の
思
想
変
化
が
よ
り
明
確
と
な
っ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な

い
事
実
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
通
り
、
柴
崎
論
文
に
お
い
て
は
、
蘇
峰
の
中
国
観
と
い
う
範
囲
に
お
い

て
は
、
多
少
か
け
離
れ
た
考
察
を
行
っ
て
い
る
面
が
あ
る
が
、『
国
民
新
聞
』
の
紙

面
状
況
か
ら
蘇
峰
の
思
想
観
を
述
べ
た
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
見
解
で
あ
り
、
本

稿
の
テ
ー
マ
に
お
い
て
も
優
良
な
考
察
材
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
、
中
村
尚
美
氏
に
よ
り
、「
徳
富
蘇
峰
の
「
ア
ジ
ア
主
義
」」（『
社
会
科
学

討
究
』、
一
九
九
一
年
）
が
発
表
さ
れ
た
。
同
氏
は
、
前
述
し
た
松
本
氏
の
「
徳
富

蘇
峰
《
時
代
の
流
れ
と
言
論
人
》」（
前
掲
書
）
を
基
軸
と
し
た
上
で
、
論
の
展
開
を

行
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
そ
の
蘇
峰
が
、
や
が
て
日
清
戦
争
を
体
験
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
平
民
主
義
・
平
和
主
義
を
か
な
ぐ
り
捨
て
、
天
皇
中
心
主
義
を
奉
じ

て
国
権
主
義
・
侵
略
主
義
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
り
、『
変
節
漢
』
と
い
わ
れ
て
世

の
非
難
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
12
」
と
述
べ
て
お
り
、
松
本
論
を
踏
襲
し
た
杉

井
論
に
お
け
る
「
か
れ
の
膨
張
的
国
家
観
は
、
日
清
開
戦
の
前
夜
、『
日
本
膨
張
論
』

を
も
っ
て
、
平
和
主
義
、
平
民
主
義
を
か
な
ぐ
り
す
て
て
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
は

な
い
13
」
と
い
う
見
解
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
の
相

違
に
関
し
て
は
、
同
様
の
著
書
か
ら
の
考
察
を
経
て
、
先
行
研
究
も
踏
ま
え
て
は
い

る
が
、
著
者
同
士
の
認
識
の
相
違
点
と
し
て
明
確
に
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点

で
あ
ろ
う
。

　

中
村
氏
の
主
論
で
あ
る
ア
ジ
ア
主
義
に
関
し
て
は
、
冒
頭
に
て
竹
内
好
氏
に
よ
る

ア
ジ
ア
主
義
14
の
概
念
を
提
示
し
た
上
で
、
自
ら
の
見
解
を
「
ア
ジ
ア
主
義
と
い
う

傾
向
性
は
、
一
定
の
近
代
化
を
達
成
し
、
日
清
戦
争
に
勝
利
し
て
ア
ジ
ア
に
お
け
る

唯
一
の
独
立
国
と
な
っ
た
わ
が
国
が
、
欧
米
列
強
と
の
国
際
関
係
に
お
い
て
は
、
不

平
等
条
約
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
依
然
と
し
て
不
断
に
大
き
な
脅
威
を
受
け
ざ
る
を

え
な
い
と
い
う
不
安
と
焦
燥
感
の
中
で
、
日
清
戦
後
の
中
国
に
お
け
る
列
強
の
分
割

競
争
の
激
化
と
相
ま
っ
て
、
ア
ジ
ア
主
義
を
そ
だ
て
る
温
床
と
な
っ
た
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
15
」
と
定
義
し
て
い
る
。

　

同
氏
は
続
け
て
、「
そ
れ
ま
で
の
生
き
方
に
一
つ
の
区
切
り
を
つ
け
る
意
味
で
、

一
九
〇
六
（
明
治
三
十
九
）
年
五
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
朝
鮮
・
中
国
へ
の
旅
に
出

た
。
こ
の
旅
か
ら
彼
が
、
中
国
の
広
大
な
領
土
と
四
億
の
人
口
を
眼
の
当
た
り
に
し

て
、「
数
の
偉
大
」
さ
の
教
訓
を
得
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
16
」
と
、
前
述

し
た
松
本
氏
と
同
様
の
見
解
を
述
べ
て
お
り
、
旅
行
記
か
ら
の
視
点
も
若
干
で
は
あ

る
が
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
同
氏
の
論
文
に
お
い
て
も
、『
大
日
本
膨

張
論
』
を
始
め
と
し
て
『
時
務
一
家
言
』
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
か
ら
の
引
用
を

行
っ
て
い
る
。
こ
の
考
察
に
関
し
て
は
、
杉
井
論
文
と
同
様
、
本
稿
に
お
い
て
は
割

愛
さ
せ
て
頂
き
、
別
の
機
会
に
て
考
察
さ
せ
て
頂
く
こ
と
と
す
る
。

　

続
い
て
、『
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｒ
Ｖ
Ａ 

日
本
史
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
⑤ 

近
代
日
本
の
ア
ジ
ア

観
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
八
年
）
が
発
表
さ
れ
、
そ
の
第
一
章
に
お
い
て

杉
原
志
啓
氏
が
「
徳
富
蘇
峰
―
「
支
那
」
観
に
み
る
「
発
想
の
根
源
」」
と
い
う
論

題
を
著
し
た
。
同
氏
に
よ
る
論
文
の
着
目
点
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
と
は
異
な

り
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
の
時
代
背
景
を
焦
点
と
し
て
、
蘇
峰
の
中
国
観
が
考
察

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
蘇
峰
研
究
の
主
要
を
成
し
て
い
た
も
の

は
、
杉
原
氏
が
「
全
一
〇
〇
巻
に
お
よ
ぶ
あ
の
浩
瀚
な
歴
史
叙
述
『
近
世
日
本
国
民

史
』
を
は
じ
め
、
そ
の
厖
大
な
著
作
の
お
よ
そ
八
割
弱
が
大
正
期
以
降
の
晩
年
に
書

か
れ
て
い
る
こ
と
は
案
外
知
ら
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
蘇
峰
の
論
壇
進

出
が
き
わ
め
て
は
や
く
、
か
れ
の
創
設
し
た
『
国
民
之
友
』『
国
民
新
聞
』
に
お
け
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る
青
年
期
の
は
な
や
か
な
活
躍
が
、
わ
れ
わ
れ
の
脳
裏
に
焼
き
つ
い
て
い
る
こ
と
。

ま
た
近
年
に
い
た
る
ま
で
蘇
峰
研
究
も
、
そ
の
時
代
の
か
れ
の
『
平
民
主
義
』
思
想

を
基
軸
に
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
す
る
だ
ろ
う
17
」
と
述

べ
て
い
る
通
り
で
あ
り
、
こ
の
杉
原
論
に
よ
っ
て
、
蘇
峰
に
お
け
る
中
国
観
研
究
の

新
境
地
が
開
け
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

杉
原
氏
の
論
文
に
お
け
る
主
論
を
成
し
て
い
る
も
の
は
、
一
言
で
要
約
す
る
な
ら

ば
「
日
本
人
の
国
民
性
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
同
氏
は
、
そ
の
特
徴
を
「
己
惚
れ

根
性
」
と
「
負
け
じ
魂
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。「
蘇
峰
に
よ
れ

ば
、
こ
の
『
己
惚
れ
根
性
』
は
、
明
治
維
新
が

マ
マ

な
っ
て
か
ら
、
維
新
の
指
導
者
た

ち
の
手
で
こ
と
さ
ら
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
建
国

い
ら
い
長
年
月
を
へ
て
醸
成
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
18
」
と
日
本
人
の
心
底
に
潜

在
す
る
そ
の
国
民
性
を
述
べ
、
さ
ら
に
続
け
て
、「
日
本
は
、
た
し
か
に
小
国
で
あ

り
、
品
国
で
あ
り
、
造
物
主
か
ら
あ
ま
り
恵
ま
れ
た
国
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
日

本
人
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
百
も
承
知
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、『
日
本
を
大
日
本
と

云
ひ
、
豊
葦
原
瑞
穂
国
と
云
ひ
、
且
つ
自
ら
日
本
を
太
陽
に
譬
へ
て
、
世
界
の
中
心

点
と
』
主
張
し
て
来
た
19
」
と
述
べ
、「
負
け
じ
魂
」
の
根
本
的
発
生
要
因
を
示
唆

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
を
提
示
し
た
上
で
、
同
氏
は
そ
の
戦
争
責
任
論
を
、「
す

な
わ
ち
、
こ
ん
に
ち
に
お
い
て
日
本
人
を
咎
め
る
と
す
る
な
ら
、「
支
那
」
を
見
誤

り
、
英
米
を
見
誤
り
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ヤ
を
見
誤
り
（
中
略
）
日
本
人
と
し
て
は

自
業
自
得
、
だ
れ
を
も
咎
め
る
べ
く
も
な
く
、
も
し
咎
め
る
べ
き
者
が
あ
る
と
す
る

な
ら
、
我
れ
み
ず
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
日
本
人
の
中
に
は
『
之
を
軍

閥
と
か
、
唯
だ
其
の
責
任
を
一
局
部
に
推

し
て
、
涼
し
き
顔
を
し
て
ゐ
る
者
も
あ

る
が
、
総
て
の
行
動
は
、
予
の
見
る
所
に
依
れ
ば
、
日
本
国
民
全
部
が
負
ふ
べ
き
も

の
』
で
あ
っ
た
20
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
日
本
人
の
国
民
性
を
表
し
た
点
は
同
論

文
に
お
い
て
、
最
も
注
目
に
値
し
、
日
清
戦
争
の
勝
利
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗

戦
に
至
る
ま
で
顕
著
に
表
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
現
代
社
会
に
も
通
ず
る
日
本
人
の

特
質
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
い
て
、
藪
田
謙
一
郎
氏
に
よ
り
、「
徳
富
蘇
峰
の
見
た
清
末
中
国
」（『
曙
光
』

第
十
二
号
、
二
〇
〇
一
年
）
が
発
表
さ
れ
た
。
同
氏
に
よ
る
論
文
の
主
論
を
成
し
て

い
る
も
の
は
、『
七
十
八
日
遊
記
』（
前
掲
書
）
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
蘇
峰

が
ど
の
よ
う
な
中
国
観
を
再
認
識
し
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
蘇
峰
の
旅
行
記
か
ら

の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
筆
者
も
現
在
考
察
を
試
み
て
い
る
論
点
で
あ
る
が
、
そ
の
中
国

観
を
同
氏
は
、「
蘇
峰
の
目
に
映
っ
た
中
国
人
は
、
国
家
と
い
う
観
念
が
伝
統
的
に

欠
乏
し
て
お
り
、
極
め
て
利
己
的
な
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
21
」
と
、

マ
イ
ナ
ス
面
を
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
に
続
け
て
、「
蘇
峰
が
感
心
し
た
と
い
う
の
は
、

第
一
に
は
、
そ
の
人
口
の
も
つ
力
で
あ
っ
た
22
」
と
、
プ
ラ
ス
面
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
蘇
峰
の
中
国
観
は
、『
七
十
八
日
遊
記
』
か
ら
明
確
に
見
え
て
く
る
も
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
こ
の
蘇
峰

遊
記
の
裏
側
を
読
み
取
る
こ
と
で
あ
る
。
同
氏
は
、
そ
れ
を
「
中
国
人
よ
り
も
、
む

し
ろ
日
本
人
と
接
触
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」、「
蘇
峰
は
あ
ら
か

じ
め
抱
い
て
い
た
中
国
像
に
基
づ
い
て
『
触
目
』、『
感
触
』
を
整
理
し
た
、
と
い
っ

た
方
が
表
現
と
し
て
正
確
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
描
か
れ
た
中
国
は
、
蘇
峰

が
『
興
国
の
市
民
』
と
し
て
強
い
先
入
観
を
も
っ
て
観
察
し
、
あ
る
い
は
確
認
し
た

中
国
の
姿
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
23
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、

山
路
愛
山
の
『
七
十
八
日
遊
記
』
批
判
24
を
取
り
上
げ
て
い
る
点
も
注
目
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
旅
行
記
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
見
え
て

く
る
裏
側
を
蘇
峰
の
思
想
と
表
裏
一
体
と
し
て
読
み
込
む
こ
と
で
、
蘇
峰
に
お
け
る

中
国
観
の
真
の
姿
が
見
え
て
く
る
と
藪
田
氏
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
と
、
筆
者
は
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考
え
る
。

　

藪
田
氏
は
続
け
て
、『
民
友
社
と
そ
の
時
代
―
思
想
・
文
学
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

集
団
の
軌
跡
―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
で
の
第
一
一
章
に
お
い

て
、「
徳
富
蘇
峰
の
中
国
認
識
」
を
著
し
た
。
同
氏
に
よ
る
こ
の
著
書
の
特
徴
は
、

『
七
十
八
日
遊
記
』（
前
掲
書
）、『
支
那
漫
遊
記
』（
前
掲
書
）
に
焦
点
を
当
て
、
日

露
戦
争
後
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
に
至
る
ま
で
の
蘇
峰
の
中
国
観
を
考
察
し
た
も
の

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
氏
は
蘇
峰
の
中
国
観
を
考
察
し
た
上
で
、「
蘇
峰
の
中
国

分
析
は
、
そ
の
歴
史
・
民
族
性
を
重
視
し
、
同
時
代
の
中
国
を
歴
史
か
ら
類
推
し
、

歴
史
に
回
答
を
求
め
る
と
い
う
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。
だ
が
、
蘇
峰
の
中
国
へ
の
視

点
を
貫
く
も
の
は
、
中
国
に
如
何
に
帝
国
主
義
を
実
行
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
問

題
意
識
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
歴
史
や
民
族
性
は
、
こ
の
問
題
意
識
に
よ
る

立
論
の
た
め
に
、
現
象
を
整
理
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
え

ば
過
言
で
あ
ろ
う
か
25
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
杉
原
氏
が
前
述
し
た
「
徳
富

蘇
峰
―
「
支
那
」
観
に
み
る
「
発
想
の
根
源
」」（
前
掲
書
）
に
お
い
て
、「
今
も
昔

も
人
間
に
は
大
し
て
変
り
が
な
い
無
い
と
云
ふ
こ
と
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
是

が
人
間
学
の
い
ろ
は
で
あ
る
26
」
と
蘇
峰
の
人
間
観
を
記
述
す
る
と
同
時
に
、「
蘇

峰
は
各
時
代
ご
と
の
人
間
の
本
質
が
ほ
と
ん
ど
不
変
で
あ
る
人
間
観
を
い
だ
い
て
い

た
の
で
あ
っ
た
27
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
蘇
峰
の
中

国
観
を
考
察
す
る
上
で
、
歴
史
的
視
点
の
重
要
性
は
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
。

　

同
氏
は
ま
た
、『
七
十
八
日
遊
記
』、『
支
那
漫
遊
記
』
に
お
い
て
蘇
峰
が
見
た
中

国
観
を
多
数
の
引
用
を
用
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
前
述
し
た
同
氏
の
論
文
「
徳
富
蘇

峰
の
見
た
清
末
中
国
」
と
重
複
す
る
箇
所
も
多
々
あ
る
こ
と
か
ら
本
稿
に
お
い
て

は
、
割
愛
さ
せ
て
頂
く
こ
と
と
す
る
。

結
び
に
か
え
て

　

こ
の
よ
う
に
、「
徳
富
蘇
峰
に
お
け
る
中
国
観
」
に
関
し
て
、
そ
の
研
究
史
を
考

察
し
て
き
た
。
こ
の
考
察
に
よ
っ
て
、
従
来
は
「
蘇
峰
に
お
け
る
中
国
観
の
研
究
」

が
日
清
戦
争
を
中
心
と
し
た
『
大
日
本
膨
張
論
』
な
ど
を
主
観
と
し
て
、
そ
の
国
民

的
膨
張
論
が
日
清
戦
争
以
前
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
と
い
う
自
伝
を
否
定

す
る
事
実
探
究
が
中
心
に
為
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
明
確
と
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時

に
、
前
述
し
た
二
つ
の
旅
行
記
か
ら
蘇
峰
の
中
国
観
を
考
察
す
る
と
い
う
研
究
は
、

ご
く
最
近
に
な
っ
て
始
め
ら
れ
た
研
究
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
以
降

に
お
け
る
蘇
峰
研
究
は
、
現
代
に
お
い
て
は
余
り
進
展
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が

マ
イ
ナ
ス
的
な
事
実
と
し
て
あ
る
。

　

杉
原
氏
が
「
か
れ
が
一
貫
し
て
わ
が
国
の
指
導
的
論
客
の
ひ
と
り
だ
っ
た
と
い
う

事
実
を
銘
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
か
つ

て
蘇
峰
の
立
論
が
き
わ
め
て
長
期
間
に
わ
た
っ
て
、
し
か
も
す
く
な
か
ら
ぬ
国
民
の

支
持
を
う
け
て
い
た
こ
と
。
し
た
が
っ
て
か
れ
の
言
説
の
推
移
に
は
、
明
治
維
新
か

ら
さ
き
の
大
戦
に
い
た
る
近
代
日
本
の
道
の
り
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
か
ら
で
あ
る
28
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
後
に
お
い

て
日
本
の
歴
史
界
か
ら
消
滅
さ
せ
ら
れ
た
徳
富
蘇
峰
と
い
う
人
物
を
再
考
し
な
け
れ

ば
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
期
に
お
け
る
真
の
日
本
の
姿
を
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
ま
た
も
同
じ
過
ち
を
犯
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
強
い
疑
念

も
生
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
研
究
史
の
み
に
そ
の
主
眼
を
絞
っ
て
、「
徳
富
蘇
峰
の
中
国
観
」
に
お

け
る
一
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
り
、
蘇
峰
の
著
作
、
二
つ
の
旅
行
記
か
ら
の
引
用

は
最
小
限
に
止
め
る
に
至
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
稿
に
よ
っ
て
十
分
な
深
度
と
理
解
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度
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
課
題
は
、
今
後
十
分
に
解
消
す

る
こ
と
の
出
来
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
課
題
を
自
ら
に
課
し
た
と
こ
ろ

で
、
本
稿
を
締
め
く
く
る
こ
と
と
す
る
。

【
註
】

（
１
）『
蘇
峰
自
伝
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
三
五
年
）
三
一
〇
頁
。

（
２
）「
国
民
的
使
命
感
の
歴
史
的
変
遷
「
膨
張
的
国
民
」―
徳
富
蘇
峰
に
つ
い
て
」
一
〇
一
頁
。

（
３
）
註
（
２
）
前
掲
書
一
〇
一
頁
。

（
４
）「
徳
富
蘇
峰
《
時
代
の
流
れ
と
言
論
人
》」
五
十
二
頁
。

（
５
） 

蘇
峰
の
帝
国
主
義
論
・
膨
張
論
が
三
国
干
渉
に
よ
っ
て
、
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
三
国
干
渉
を
契
機
と
し
て
、
蘇
峰
の
日
本
膨
張

論
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
６
）「
徳
富
蘇
峰
の
中
国
観
―
と
く
に
日
清
戦
争
を
中
心
と
し
て
―
」
六
十
四
頁
。

（
７
）
註
（
６
）
前
掲
書
六
十
四
頁
。

（
８
）
註
（
６
）
前
掲
書
六
十
八
頁
。

（
９
）
註
（
６
）
前
掲
書
七
十
頁
。

（
10
）
註
（
６
）
前
掲
書
七
十
一
頁
。

（
11
） 「
日
清
戦
争
を
契
機
と
す
る
徳
富
蘇
峰
の
転
換
に
つ
い
て
―
海
軍
力
と
国
際
情
勢
へ
の

着
目
」
三
十
三
頁
。
柴
崎
氏
は
、「
①
一
八
九
四
（
明
治
二
十
七
）
年
三
月
一
日
の
第

三
回
総
選
挙
、
②
韓
半
島
制
圧
・
黄
海
開
戦
後
の
同
年
十
月
初
旬
、
③
一
八
九
五
（
明

治
二
十
八
）
年
四
月
二
十
三
日
の
独
露
仏
三
国
干
渉
、
と
い
う
三
つ
の
境
界
に
よ
り
、

四
期
に
分
け
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
12
）「
徳
富
蘇
峰
の
「
ア
ジ
ア
主
義
」」
四
一
七
頁
。

（
13
）「
徳
富
蘇
峰
の
中
国
観
―
と
く
に
日
清
戦
争
を
中
心
と
し
て
―
」
七
十
九
頁
。

（
14
） 「
徳
富
蘇
峰
の
「
ア
ジ
ア
主
義
」」
四
一
五
頁
。
中
村
氏
は
、
竹
内
好
氏
に
よ
る
「
発
生

的
に
は
明
治
維
新
革
命
後
の
膨
張
主
義
の
中
か
ら
、
一
つ
の
結
実
と
し
て
ア
ジ
ア
主
義

が
生
ま
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
膨
張
主
義
が
直
接
に
ア
ジ
ア
主
義
を
生
ん

だ
の
で
は
な
く
、
膨
張
主
義
が
国
権
論
と
民
権
論
、
ま
た
は
少
し
降
っ
て
欧
化
と
国
粋

と
い
う
対
立
す
る
風
潮
を
生
み
出
し
、
こ
の
双
生
児
と
も
い
う
べ
き
風
潮
の
対
立
の
中

か
ら
ア
ジ
ア
主
義
が
生
み
出
さ
れ
た
、
と
考
え
た
い
」（『
竹
内
好
評
論
集
第
三
巻　

日

本
と
ア
ジ
ア
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
六
年
、
二
六
一
頁
）
か
ら
引
用
。

（
15
）
註
（
14
）
前
掲
書
四
一
六
頁
。

（
16
）
註
（
14
）
前
掲
書
四
二
七
頁

（
17
）
註
（
14
）
前
掲
書
三
十
七
頁
。

（
18
）「
徳
富
蘇
峰
―
「
支
那
」
観
に
み
る
「
発
想
の
根
源
」」
二
十
九
頁
。

（
19
） 

前
掲
書
三
十
一
頁
。
杉
原
氏
が
蘇
峰
著
述
の
『
勝
利
者
の
悲
哀
』（
講
談
社
、

一
九
五
二
年
）
一
〇
八
頁
）
か
ら
引
用
。

（
20
） 

前
掲
書
二
十
八
頁
。
杉
原
氏
が
「
徳
富
猪
一
郎　

宣
誓
供
述
書
」（『
東
京
裁
判
日
本
の

弁
明
』、
小
堀
桂
一
郎
編
、
講
談
社
、
一
九
九
五
年
、
三
〇
六
頁
）
か
ら
引
用
。

（
21
）「
徳
富
蘇
峰
の
見
た
清
末
中
国
」
六
十
八
頁
。

（
22
）
註
（
21
）
前
掲
書
六
十
六
頁
。

（
23
）
註
（
21
）
前
掲
書
六
十
九
頁
。

（
24
） 

註
（
21
）
前
掲
書
六
十
九
頁
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
、「
愛
山
は
、『
七
十
八
日
遊
記
』

の
大
部
分
は
蘇
峰
が
「
自
ら
支
那
を
見
た
る
観
察
」
で
は
な
い
と
し
、
そ
の
語
る
と
こ

ろ
は
「
裸
体
の
支
那
で
は
な
く
、
予
め
書
物
か
ら
得
た
蘇
峰
の
「
胸
中
の
支
那
」
で
あ

ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
」、「
ま
た
、
蘇
峰
が
中
国
で
接
触
し
た
人
物
は
、
中
国
人
は
高

級
官
吏
、
日
本
人
も
「
公
使
、
領
事
、
学
士
、
紳
商
の
類
」
で
あ
り
、
中
国
の
平
民
、

日
本
の
労
働
者
と
語
る
機
会
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
と
指
摘
し
、「
自
己
の
思
想
を
作
る

べ
き
材
料
の
性
質
を
吟
味
す
る
は
最
も
注
意
す
べ
き
所
に
非
ず
や
」
と
蘇
峰
の
態
度
に

疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
」
で
あ
る
。

（
25
）
註
（
21
）
前
掲
書
一
八
一
頁
。

（
26
） 「
徳
富
蘇
峰
―
「
支
那
」
観
に
み
る
「
発
想
の
根
源
」」
三
十
九
頁
。
杉
原
氏
が
蘇
峰
著

述
の
『
時
勢
と
人
物
』（
民
友
社
、
一
九
二
九
年
、
二
十
一
〜
二
十
三
頁
）
か
ら
引
用
。

（
27
）
註
（
26
）
前
掲
書
三
十
九
頁
。

（
28
）
註
（
26
）
前
掲
書
二
十
四
頁
。



86

「徳富蘇峰の中国観」に関する研究史の一考察

【
参
考
文
献
】

・ 
柴
崎
力
栄　
「
日
清
戦
争
を
契
機
と
す
る
徳
富
蘇
峰
の
転
換
に
つ
い
て
―
海
軍
力
と
国
際
情

勢
へ
の
着
目
」（『
大
阪
工
業
大
学
紀
要
人
文
社
会
篇
』
第
三
十
六
巻
一
号
）　

一
九
九
一
年

・ 

杉
井
六
郎　
「
徳
富
蘇
峰
の
中
国
観
―
と
く
に
日
清
戦
争
を
中
心
と
し
て
―
」（『
京
都
大
学

人
文
学
報
』
三
十
号
）　

一
九
七
〇
年

・ 

杉
井
六
郎　
『
徳
富
蘇
峰
の
研
究
』　

法
政
大
学
出
版
局　

一
九
七
七
年

・ 

杉
原
志
啓　
「
徳
富
蘇
峰
―
「
支
那
」
観
に
み
る
「
発
想
の
根
源
」」（『
近
代
日
本
の
ア
ジ

ア
観
』）　

岡
本
幸
治
編　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

一
九
九
八
年

・ 

中
村
尚
美　
「
徳
富
蘇
峰
の
「
ア
ジ
ア
主
義
」」　
（『
社
会
科
学
討
究
』）　

一
九
九
一
年

・ 

松
本
三
之
介　
「
国
民
的
使
命
感
の
歴
史
的
変
遷
「
膨
張
的
国
民
」
―
徳
富
蘇
峰
に
つ
い
て
」

（『
近
代
日
本
思
想
史
講
座
Ⅷ　

世
界
の
中
の
日
本
』）　

筑
摩
書
房　

一
九
六
一
年

・ 

松
本
三
之
介　
「
徳
富
蘇
峰
《
時
代
の
流
れ
と
言
論
人
》」（『
日
本
の
思
想
家
２
』）　

朝
日

ジ
ャ
ー
ナ
ル
編
集
部
編　

朝
日
新
聞
社　

一
九
六
三
年

・ 

藪
田
謙
一
郎　
「
徳
富
蘇
峰
の
見
た
清
末
中
国
」　
（『
曙
光
』
第
十
二
号
）　

二
〇
〇
一
年

・ 

藪
田
謙
一
郎　
「
徳
富
蘇
峰
の
中
国
認
識
」（『
民
友
社
と
そ
の
時
代
―
思
想
・
文
学
・

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
集
団
の
軌
跡
―
』）　

西
田
毅
他
編　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇
〇
三
年

　
　
　
　
　
　
　
（
い
た
く
ら　

ひ
ろ
あ
き
・

城
西
国
際
大
学
修
士
課
程
人
文
科
学
研
究
科
国
際
文
化
専
攻
）


